
『雨

物

一語』

月

「
吉
備
津
の
釜
」

を
め
ぐ
っ
て

序

『
雨
月
物
語
』
は
明
和
五
年
（
一
七
六
八
年
）
三
月
の
脱
稿
か
ら
、

八
年
の
歳
月
を
数
え
た
安
永
五
年
（
一
七
七
六
年
）
四
月
に
刊
行
さ

れ
た
初
期
読
本
で
あ
る
。
作
者
は
、
そ
の
序
文
に
お
い
て

せ
ん
し
き
じ
ん

「
契
枝
崎
人
と
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
戯
号
と
し

て
持
つ
上
回
秋
成
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
こ
の
物
語
は
序
文

を
含
め
た
全
五
巻
九
篇
か
ら
な
る
怪
異
短
編
小
説
集
で
あ
り
、
中
国

古
典
な
ら
び
に
日
本
古
典
を
典
拠
と
し
た
翻
案
小
説
で
も
あ
る
。

そ
の
中
で
巻
之
三
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
吉
備
津
の
釜
』
は
、
夫

も
の
の
け

に
裏
切
ら
れ
た
女
性
磯
良
の
「
鬼
化
」
と
し
て
の
復
讐
を
描
い
た
作

品
で
あ
る
。
そ
の
結
末
は
作
者
自
ら
「
浅
ま
し
く
も
お
そ
ろ
し
さ
は

筆
に
つ
く
す
べ
う
も
あ
ら
ず
な
ん
」
と
語
っ
て
い
る
通
り
、
実
に
恐

ろ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
秋
成
は
こ
の
『
吉
備
津

の
釜
』
を
、
恐
怖
に
満
ち
た
単
な
る
怪
談
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
磯
良
と
正
太
郎
と
い
う
こ
人
の
人
物
を
中
心
に
、

秋
成
が
本
篇
に
秘
め
た
意
図
が
一
体
何
で
あ
る
の
か
を
探
っ
て
い
く

こ
と
に
す
る
。

建
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第
一
章

第
一
節
冒
頭
部
分
の
意
味

『
吉
備
津
の
釜
』
の
冒
頭
部
分
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
中
国
明
の

円
程

l
〉

謝
肇
制
編
集
に
よ
る
『
五
雑
姐
』
か
ら
と
っ
て
い
る
。
全
体
を
通
し

て
「
す
婦
」
の
及
ぼ
す
害
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
序
文
自
体
は

大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
前
半
に
お
い
て
嫉
妬
に
狂
う
女
性
の
災
い
の
大
き
さ
に
触
れ
、

L
L
F
Lほ

「
其
の
肉
を
臨
に
す
る
と
も
飽
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
激
し
い
言

葉
で
批
難
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
か
ら
読
者
は
、
当
然
本
篇
が
「
す

婦
」
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
予
想
す
る
。
確
か
に
死
後
の
機

は
た
た
が
み

良
は
「
震
震
を
震
う
て
怨
を
報
ふ
類
」
の
女
性
で
あ
っ
た
が
、
は
た

し
て
そ
れ
は
磯
良
の
嫉
妬
か
ら
お
こ
っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
私

は
そ
う
だ
と
は
断
言
で
き
な
い
と
思
う
。
磯
良
は
夫
で
る
正
太
郎
、
が

浮
気
を
し
、
そ
れ
が
原
因
で
父
親
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
折
、
夫
の
浮

気
の
相
手
で
あ
る
遊
女
袖
に
対
し
て
暮
ら
し
が
立
つ
よ
う
に
と
、
ひ

そ
か
に
物
を
届
け
る
と
い
う
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
も
し
も
磯
良
が

-50一



嫉
妬
に
狂
う
女
性
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
夫
の
愛
人
に
情
を
か
け
る
な

ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
磯
良
は

序
文
の
前
半
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
「
す
婦
」
に
は
当
て
は
ま

ら
な
い
と
言
え
る
。

一
方
、
後
半
に
お
い
て
は
そ
れ
ま
で
の
「
ず
婦
」
へ
の
批
難
を

「
さ
る
た
め
し
は
希
な
り
」
と
し
て
緩
め
、
逆
に
男
性
の
取
る
べ
き

態
度
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
婦
を
制
す
る
は
其
の
夫
の
雄
々
し

き
に
あ
り
」
と
い
う
一
文
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
こ
の

一
文
は
、
「
か
り
そ
め
な
る
徒
こ
と
に
、
女
の
僅
し
き
性
を
募
ら
し

め
て
、
其
の
身
の
憂
を
も
と
」
め
て
し
ま
っ
た
正
太
郎
の
生
き
方
に

対
す
る
警
告
で
あ
る
と
同
時
に
、
『
吉
備
津
の
釜
』
全
体
の
教
訓
で

も
あ
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
前
半
に
お
い
て
女
性
の
執
念
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
嫉

妬
を
批
判
し
、
後
半
に
入
る
と
そ
の
よ
う
な
女
性
を
教
え
導
く
こ
と

の
で
き
な
い
男
性
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
全

体
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
「
雄
々
し
き
」
と

い
う
秋
成
の
求
め
る
男
性
像
、
あ
る
い
は
物
語
の
教
訓
と
も
言
う
べ

き
言
葉
で
締
め
く
く
っ
て
本
文
へ
と
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

み
か
ま
ぼ
ら
ひ

第
一
一
節
「
御
釜
放
」
の
意
義

本
篇
に
お
け
る
「
吉
備
津
の
御
釜
放
」
は
、
実
際
に
岡
山
県
の
吉

備
津
神
社
で
か
な
り
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
神
事
で
あ
る
。
『
雨

月
物
語
』
が
書
か
れ
た
江
戸
時
代
に
は
、
「
釜
鳴
・
釜
占
・
御
釜
放
」

円
住

2
）

と
し
て
名
高
く
、
そ
の
記
録
も
『
本
朝
神
社
考
』
な
ど
多
く
の
文
献

に
残
さ
れ
て
い
る
。

本
篇
で
「
御
釜
放
」
が
行
わ
れ
る
の
は
、
吉
備
津
神
社
の
神
主
の

娘
で
あ
る
磯
良
と
、
井
沢
正
太
郎
と
の
結
婚
を
占
う
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
占
い
の
結
果
は
「
只
秋
の
虫
の
叢
に
す
だ
く
、
ば
か
り
の

声
も
な
し
」
と
い
う
凶
祥
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
磯
良
の

両
親
で
あ
る
呑
央
夫
婦
は
占
い
の
結
果
を
無
視
し
、
予
定
通
り
に
婚

礼
を
挙
げ
さ
せ
、
最
終
的
に
磯
良
も
正
太
郎
も
共
に
死
を
迎
え
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
「
御
釜
放
」
を
す
で
に
結

納
を
取
り
か
わ
し
た
後
に
行
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
占
い
の
結
果

を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
い
る
こ
と
と
い
う
こ
つ
の
大
き
な
問
題
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
『
吉
備
津
の
釜
』
は
一
見
、
神
意
を
無
視

し
た
そ
の
罪
に
よ
る
そ
の
悲
劇
で
あ
る
と
と
れ
そ
う
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
「
御
釜
放
」
を
行
っ
た
の
も
そ
の
結
果
を
無
視
し
た
の
も
、

全
て
香
央
夫
婦
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
害
を
受
け
た
対
象
が

磯
良
と
正
太
郎
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
神
音
却
を
無
視
し
た
こ

と
が
直
接
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
凶
祥
は
三
人
の
運
命
を
予

言
あ
る
い
は
警
告
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

「
御
釜
破
」
は
物
語
の
展
開
そ
の
も
の
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

る
も
の
で
は
な
く
、
物
語
を
よ
り
物
語
ら
し
く
す
る
た
め
の
構
成
上

の
一
手
法
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
本
文
末
尾
に
「
御
釜
の
凶
祥
も
は
た
た
が
は
ぎ
り
け
る
ぞ
、
い

と
も
た
ふ
と
か
り
け
る
と
か
た
り
伝
へ
け
り
」
と
い
う
、
言
わ
ば
物

語
の
落
ち
と
も
と
れ
る
一
文
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に

そ
の
性
格
を
強
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
御
釜
蹴
」
は
磯
良
と
正
太
郎
の
運
命
を
左
右

す
る
重
大
な
も
の
と
言
う
よ
り
も
、
物
語
の
外
形
を
形
作
る
も
の
と

唱
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し
て
秋
成
は
と
ら
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

第
二
章

第
一
節
磯
良
の
人
物
像

み
や
び
や
か

本
篇
に
登
場
す
る
磯
良
は
「
う
ま
れ
だ
ち
秀
麗
に
て
、
父
母
に

も
よ
く
仕
へ
、
か
つ
歌
を
よ
み
、
等
に
工
み
な
り
」
と
語
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
家
柄
が
良
い
こ
と
は
勿
論
、
才
色
兼
備
の
申
し
分
の
な

い
女
性
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
夫
の
裏
切
り
を
契
機
に
、

彼
女
の
姿
は
一
変
し
、
最
終
的
に
は
悪
鬼
と
な
り
夫
を
取
り
殺
す
と

い
う
、
想
像
も
つ
か
な
い
結
末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
磯
良
を
復

讐
の
鬼
へ
と
か
り
立
て
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の

磯
良
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
と

思
う
。磯

良
は
結
婚
後
、
夫
で
あ
る
正
太
郎
や
そ
の
両
親
に
心
を
尽
く
し

て
仕
え
、
幸
せ
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
そ
の
献
身
ぶ
り
は
ま
さ
に

家
庭
婦
人
の
模
範
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
磯
良
は
井
沢
家

の
嫁
と
し
て
の
責
任
を
必
死
に
遂
行
し
よ
う
と
、
完
壁
な
ま
で
に
ふ

る
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
磯
良
自
身
が
物
事
に
対
し
、
ひ

た
す
ら
に
打
ち
込
む
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ

で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
途
さ
こ
そ
、
彼
女
の
運
命
を
左
右
す
る
重
大
な

要
素
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
更
に
磯
良
の
一
途
さ
は
、
夫
の

帰
郷
の
約
束
を
信
じ
て
、
死
ん
で
も
な
お
待
ち
続
け
た
『
浅
芽
が

宿
』
の
宮
木
の
心
情
と
も
重
な
る
の
で
あ
る
。
一
人
の
男
性
に
対
し

て
一
途
に
尽
く
す
と
い
う
行
為
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
二
人
に
は
共
通

点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
な
磯
良
の
誠
意
に
反
し
て
起
こ
っ
た
の
が
夫

の
浮
気
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
磯
良
に
と
っ
て
生
ま
れ
て
初
め
て
味
わ

う
屈
辱
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
時
、
彼
女
の
心
に
は
自
分
を

裏
切
っ
た
夫
の
「
徒
な
る
心
」
に
対
す
る
e

「
怨
み
」
が
生
ま
れ
た
が
、

一
方
で
は
夫
の
愛
人
の
暮
ら
し
を
助
け
る
と
い
う
、
「
怨
み
」
と
は

逆
の
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
全
く
矛
盾
し
た
行
為
の
よ
う
に

見
え
て
実
は
、
夫
が
一
日
も
早
く
自
分
の
元
へ
戻
っ
て
き
て
欲
し
い

と
い
う
磯
良
の
必
死
の
思
い
が
そ
う
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
夫
は
戻
る
ど
こ
ろ
か
磯
良
を
欺
い

て
愛
人
と
共
に
出
奔
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
時
、

磯
良
は
も
は
や
自
分
自
身
の
心
を
制
御
す
る
道
を
見
失
っ
て
し
ま
っ

た
に
違
い
な
い
。
い
や
、
逆
に
言
え
ば
自
分
の
感
情
を
押
し
殺
さ
ず

に
、
素
直
に
表
現
す
る
術
を
身
に
つ
け
た
と
言
っ
て
よ
い
の
か
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
ま
で
心
の
底
に
押
し
と
ど
め
、
必
死
に
抑
え
続
け
て

き
た
も
の
が
一
瞬
に
し
て
噴
き
出
し
て
し
ま
っ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

こ
こ
か
ら
磯
良
と
い
う
女
性
の
新
た
な
顔
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
。

つ
ま
り
彼
女
に
と
っ
て
の
出
発
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ

ど
も
、
精
神
的
出
発
を
迎
え
た
の
と
同
時
に
肉
体
的
終
結
を
も
迎
え

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
一
言
い
か
え
れ
ば
「
死
」
を
も
っ
て
「
生
」

を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
磯
良
に
と
っ
て
の
肉
体
的
「
死
」
は

そ
の
ま
ま
精
神
的
「
生
」
へ
と
つ
な
ず
る
も
の
で
あ
り
、
「
死
」
を
超

え
て
し
か
「
生
」
を
手
に
入
れ
る
方
法
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
言
え

〈注
3
v

る
。
以
後
の
磯
良
は
、
肉
体
的
「
死
」
の
中
で
精
神
だ
け
が
生
き
続

け
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
き
す
だ
ま

物
語
の
後
半
に
入
る
と
、
磯
良
は
ま
ず
「
窮
鬼
」
と
し
て
夫
の
愛

内
ノ
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人
で
あ
る
袖
を
七
日
に
し
て
取
り
殺
し
、
そ
の
復
讐
の
矛
先
を
い
よ

い
よ
正
太
郎
に
向
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
夫
と
の
再
会
の
日
か

ら
四
十
三
日
も
の
間
続
く
「
か
の
鬼
」
磯
良
の
執
念
深
い
復
讐
の
態

度
に
は
、
生
前
の
彼
女
の
一
途
さ
を
重
ね
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
磯
良
の
一
途
さ
が
形
を
変
え
て
具
現
し
た
も

の
で
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
夫
の
出
磐
田
ば
か
り
を
残
し
、
後

の
肉
体
を
抹
殺
す
る
と
い
う
復
讐
を
な
し
と
げ
る
。
こ
の
行
為
は
復

讐
心
と
い
う
精
神
だ
け
が
生
き
て
い
た
磯
良
に
と
っ
て
、
夫
に
対
し

て
な
せ
る
最
高
の
復
讐
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
磯
良
を
貞
淑
な
妻
か
ら
復
讐
に
燃
え

る
鬼
へ
と
か
り
立
て
た
も
の
は
、
磯
良
自
身
の
精
神
的
な
「
生
」
へ

の
目
覚
め
で
あ
っ
た
。
模
範
的
に
女
性
と
い
う
枠
の
中
か
ら
何
の
制

限
も
な
い
「
鬼
」
へ
と
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
で
、
磯
良
は
自
分
自
身

の
存
在
を
は
っ
き
り
と
把
握
し
、
そ
れ
を
周
囲
に
認
め
さ
せ
る
方
法

を
手
に
し
た
の
で
あ
る
。
四
十
二
日
間
続
い
た
「
家
を
繰
り
或
い
は

屋
の
棟
に
叫
び
て
、
念
れ
る
声
夜
ま
し
に
す
ざ
ま
し
」
と
い
う
激
し

い
復
讐
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
は
ま
さ
に
こ
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
そ
の
「
生
」
は
肉
体
的
「
死
」
を
も
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
こ
に
磯
良
の
女
性
と
し
て
の
悲
劇
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
夫
の
帰
り
を
ひ
た
す
ら
待
ち
わ
び
て
ひ
っ

そ
り
死
ん
で
い
っ
た
『
浅
芽
が
宿
』
の
宮
木
も
ま
た
、
悲
劇
の
女
性

で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
秋
成
は
な
ぜ
こ

れ
ら
の
女
性
達
を
悲
劇
の
ま
ま
で
終
わ
ら
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
封
建
社
会
の
中
で
一
定
の
枠
に
入
れ
ら
れ
て
生
き
る
女
性

達
の
、
自
ら
の
存
在
す
ら
も
表
現
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
表
現
す
る

こ
と
を
許
さ
れ
な
い
と
い
う
ど
う
に
も
な
ら
な
い
厚
い
壁
が
あ
る
こ

と
を
秋
成
が
感
じ
取
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
磯
良
は

正
太
郎
に
復
讐
す
る
こ
と
で
、
一
方
の
宮
木
は
夫
の
勝
四
郎
を
ひ
た

す
ら
待
つ
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
前
に
あ
る
壁
を
超
え
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
誰
も
が
悲
劇
を
迎
え
て
い
る
と
で
も
分

か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
超
え
ら
れ
る
壁
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、

自
己
を
表
に
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
は
封
建
の
世
に
生
き
る
女

性
達
の
宿
命
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
秋
成
は
こ
の
こ
と
を
磯
良
、
あ

る
い
は
宮
木
を
通
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
磯
良
は
序
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
嫉
妬
に

狂
っ
た
憎
む
べ
き
女
性
で
は
な
く
、
自
己
の
存
在
を
、
怨
み
を
晴
ら

す
た
め
の
復
讐
と
い
う
形
で
し
か
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
悲

劇
の
女
性
で
あ
っ
た
と
言
与
え
る
。

ηペ
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第
二
節
正
太
郎
の
人
物
像

正
太
郎
は
、
妻
磯
良
と
共
に
物
語
を
形
成
す
る
上
に
お
い
て
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
ま
ず
語
り
手
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
る
正
太

郎
は
、
農
業
を
厭
ふ
あ
ま
り
に
、
酒
に
乱
れ
色
に
耽
り
て
、
父
が
錠

を
守
ら
ず
」
と
い
う
、
わ
が
ま
ま
な
一
人
息
子
と
し
て
読
者
の
前
に

現
れ
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
「
腹
々
し
き
血
」
と
「
警
」
だ
け
を

残
し
て
闇
夜
に
消
さ
れ
る
と
い
う
残
忍
な
結
末
を
迎
え
る
わ
け
で
あ

る
が
、
な
ぜ
正
太
郎
が
そ
の
よ
う
な
運
命
を
た
ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
か
を
、
秋
成
が
求
め
た
「
雄
々
し
さ
」
を
含
め
て
考
え

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
井
沢
家
の
一
人
息
子
で
あ
る
正
太
郎
は
手



に
負
え
な
い
放
蕩
者
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
そ
れ
を
改
心
さ
せ
る
た
め

に
両
親
が
選
ん
だ
手
段
は
、
「
良
人
の
女
子
の
顔
よ
き
を
娠
り
で
あ

は
せ
」
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
の
裏
に
は
、

容
姿
の
美
し
い
娘
を
あ
て
が
っ
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
息
子
の
放
蕩
も

な
お
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
両
親
の
短
絡
的
思
想
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
へ
嫁
い
で
き
た
の
が
両
親
の
望
み
通
り
の
美
し

い
女
性
、
磯
良
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
正
太
郎
は
遊
女
袖
と
浮
気
を

し
、
遂
に
磯
良
を
捨
て
て
出
奔
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
磯
良
が

容
姿
も
性
格
も
申
し
分
の
な
い
女
性
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
ぜ
正
太
郎
は
こ
の
よ
う
な
行
動
を
取
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理

由
と
し
て
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
磯
良
が
あ
ま
り
に
も

完
壁
で
非
の
打
ち
所
の
な
い
人
間
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
と
は
全

く
異
な
る
性
格
を
持
つ
正
太
郎
は
彼
女
の
振
舞
い
に
息
が
つ
ま
り
、

逃
げ
場
を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
磯
良
の
完
壁
さ
を
見
せ
つ
け
ら
れ
れ
ば
見
せ
つ
け
ら
れ
る
だ
け
、

そ
れ
が
彼
女
の
意
志
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
正
太
郎
に
と
っ
て

は
自
己
の
欠
点
を
さ
ら
け
出
す
の
と
同
じ
よ
う
な
苦
痛
を
味
わ
う
こ

と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
正
太
郎
自
身
の
「
許
た

る
性
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
生
来
の
浮
気
っ
ぽ
い
性
格
が
磯
良
一
人
で

は
お
さ
ま
ら
ず
に
、
次
の
女
性
へ
と
心
を
移
す
要
因
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の
理
由
は
全
く
独
立
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
互
い
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
い
な
が
ら
悪
い
意
味
で
の
相

乗
効
果
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
正
太
郎
が
一
度
だ
け
誠
意
を
見
せ
て
い
る
場
面
が
あ

る
。
そ
れ
は
共
に
逃
げ
て
来
た
袖
が
原
因
不
明
の
病
で
倒
れ
、
そ
の

ま
ま
亡
く
な
っ
た
時
で
あ
る
。
正
太
郎
は
そ
の
時
、
「
み
づ
か
ら
も

食
さ
へ
わ
す
れ
て
抱
き
扶
」
け
、
あ
る
い
は
「
窮
鬼
と
い
ふ
も
の
に

や
、
故
郷
に
捨
し
人
の
も
し
や
と
独
む
ね
苦
し
」
と
わ
ず
か
な
が
ら

自
責
の
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
心
も
、
袖
の

従
弟
で
あ
る
彦
六
の
「
い
か
で
さ
る
事
の
あ
ら
ん
」
と
「
や
す
げ
に

い
ふ
」
慰
め
の
一
言
葉
に
よ
っ
て
簡
単
に
流
さ
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
弱
い

も
の
で
あ
っ
た
。
結
局
、
袖
に
対
し
て
見
せ
た
誠
実
さ
は
一
時
的
な

も
の
で
あ
り
、
実
際
の
正
太
郎
は
優
柔
不
断
で
自
立
心
の
欠
け
た
男

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

袖
の
死
後
、
正
太
郎
は
鬼
と
な
っ
た
磯
良
の
復
讐
の
的
に
な
る
が
、

た
だ
た
だ
恐
れ
逃
げ
る
ば
か
り
で
一
向
に
自
ら
の
罪
を
反
省
し
よ
う

と
は
し
な
い
。
い
や
、
反
省
す
る
ど
こ
ろ
か
自
己
の
罪
に
気
付
き
、

そ
れ
を
認
め
る
こ
と
す
ら
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
に

も
、
正
太
郎
が
自
ら
の
行
動
を
反
省
す
べ
き
機
会
は
何
度
も
訪
れ
て

は
い
た
が
、
そ
れ
ら
に
こ
と
ご
と
く
背
を
向
け
て
一
度
も
振
り
返
ろ

う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
最
終
的
に
警
ば
か
り
を
残
し

て
消
し
去
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
悲
惨
な
結
末
を
迎
え
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
正
太
郎
は
自
ら
の
行
動
を
省
み
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、

困
難
な
立
場
に
置
か
れ
た
時
も
自
ら
進
む
べ
き
道
を
決
め
ら
れ
な
い

男
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
秋
成
が
冒
頭
に
お
い
て
述
べ
て

い
た
よ
う
に
「
其
の
身
の
憂
を
も
と
」
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、

「
婦
を
制
す
る
は
其
の
夫
の
雄
々
し
き
に
あ
り
」
と
い
う
教
訓
を
活

か
し
き
れ
ず
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
秋
成
が
求
め
た
「
雄
々
し
き
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
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の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
『
雨
月
物

語
』
の
中
の
『
蛇
性
の
姪
』
に
お
け
る
豊
雄
と
比
較
す
る
こ
と
で
明

確
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
す
な
わ
ち
豊
雄
は
自
分
を
執
念

深
く
追
い
か
け
る
蛇
、
真
女
児
が
、
他
人
に
危
害
を
加
え
る
の
を
喰

い
止
め
る
た
め
、
進
ん
で
自
ら
の
命
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
決
心
す
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ま
さ
し
く
「
雄
々
し
き
」
で
あ
っ
て
秋
成
の
求

め
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
正
太
郎
に

欠
け
て
い
た
の
は
こ
の
心
意
気
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
雄
々
し
き
」

と
は
、
自
分
自
身
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
る
こ
と
の
で
き
る
目
を
持

ち
、
ど
の
よ
う
な
苦
難
に
対
し
て
も
逃
げ
ず
に
自
分
の
力
で
立
ち
向

か
っ
て
い
け
る
強
い
精
神
力
を
備
え
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
秋
成
が
こ
の
「
雄
々
し
さ
」
を
強
調
し
た
の
は
、
そ
の

時
代
に
あ
っ
て
次
第
に
忘
れ
ら
れ
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
人
間
本
来

の
あ
る
べ
き
姿
へ
の
希
求
か
ら
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
吉
備
津
の

釜
』
、
あ
る
い
は
『
蛇
性
の
姪
』
を
通
し
て
「
雄
々
し
き
」
に
対
す
る

強
い
願
望
を
秋
成
は
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
章

磯
良
と
正
太
郎
の
関
係

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
磯
良
は
嫉
妬
の
た
め
に
怒
り

狂
っ
た
女
性
で
は
な
く
、
自
ら
の
存
在
を
怨
み
を
晴
ら
す
た
め
の
復

讐
と
い
う
方
法
で
し
か
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
悲
劇
の
女
性

で
あ
っ
た
。
一
方
、
夫
の
正
太
郎
は
「
軒
た
る
性
」
を
持
ち
、
「
雄
々

し
き
」
の
欠
如
し
た
、
た
だ
逃
げ
る
こ
と
の
み
に
徹
し
た
男
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
磯
良
と
正
太
郎
の
関
係

を
秋
成
は
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
こ
の
二
人
を
通
し
て
描

き
た
か
っ
た
こ
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思

ムソ

『
吉
備
津
の
釜
』
は
磯
良
と
正
太
郎
と
い
う
二
人
の
男
女
を
軸
に

し
た
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
心
の
通
い
合
っ
た
愛
情
は
感

じ
ら
れ
ら
れ
な
い
。
物
語
全
体
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
人
の
感

情
は
、
怨
み
と
憎
し
み
と
、
そ
し
て
恐
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。

こ
れ
は
何
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
人
の
結
婚
が
本
人
同
士
の

意
志
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
要
因
の
一
つ
に
あ
げ

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
そ
の
結
果
は
あ

ま
り
に
も
悲
劇
的
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
が

運
命
で
あ
っ
た
な
ら
ば
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
必
然
性
、
つ
ま
り
正
太

郎
は
磯
良
を
選
ぽ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
磯
良
も
ま
た
正
太
郎
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を

次
に
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
磯
良
が
自
己
を
主
張
す
る
こ
と
に
目
覚
め
た
女
性
で
あ
っ

た
な
ら
ば
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
る
べ
き
人
物
、
す
な
わ
ち
貞
淑
な
、

女
性
の
理
想
と
さ
れ
る
磯
良
を
あ
の
よ
う
に
ま
で
豹
変
さ
せ
う
る
人

物
は
、
中
途
半
端
な
人
間
で
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
善
悪

の
ど
ち
ら
か
を
極
め
る
よ
う
な
、
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
人
よ
り

秀
で
た
人
間
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
本
篇
の
場
合
、
前
半
に
お
け
る

磯
良
は
模
範
的
な
女
性
で
あ
り
、
疑
い
な
く
善
を
極
め
た
人
間
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
磯
良
を
変
え
う
る
の
は
、
全
く
逆
の
顔
を
顔
を
持

つ
、
悪
を
極
め
た
と
で
も
言
う
べ
き
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
正
太
郎
で
あ
っ
た
。
正
太
郎
「
酒
に
乱
れ
色

に

υ
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に
耽
」
り
、
浮
気
と
裏
切
り
を
重
ね
た
、
磯
良
と
は
正
反
対
の
性
格

を
持
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
磯
良
が
正
太
郎
を
選
ぽ
な
け
れ
ば
な
ら
な

て
必
然
性
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

一
方
の
正
太
郎
は
な
ぜ
磯
良
と
い
う
、
自
己
を
破
滅
さ
せ
る
よ
う

な
女
性
と
め
ぐ
り
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前

に
述
べ
た
よ
う
に
正
太
郎
は
相
当
な
放
蕩
者
で
あ
り
、
女
性
の
側
か

ら
見
れ
ば
敵
で
あ
る
し
、
世
間
の
疎
ま
れ
者
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
秋

成
が
求
め
た
男
性
と
し
て
の
「
雄
々
し
さ
」
を
備
え
た
人
物
と
は
か

な
り
の
距
離
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
距
離
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
を
縮
め
る
た
め
の
方
法
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
こ
こ

で
は
次
の
一
一
つ
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
「
雄
々
し
さ
」
の
足
り
な
い
人
間
に
完
全
な
「
雄
々
し
さ
」

を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
正
太
郎
を
改
心
さ
せ
、

善
人
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
方
法
は
前
者
と
は

正
反
対
に
、
完
膚
無
き
ま
で
に
糾
弾
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
篇
に
お

い
て
秋
成
は
後
者
の
方
法
を
用
い
て
い
る
。
と
言
う
の
も
、
『
蛇
性

の
姪
』
に
お
い
て
前
者
の
方
法
、
す
な
わ
ち
豊
雄
に
「
雄
々
し
き
」

を
与
え
て
い
る
の
で
、
重
複
を
避
け
る
意
味
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
な
る
と
正
太
郎
を
糾
弾
す
る
た
め
に
は
、
単
に
黙
認
す
る
女
性
で

は
な
く
正
太
郎
を
超
え
る
も
の
を
持
つ
女
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
り
、
そ
の
要
素
を
磯
良
は
十
分
に
内
包
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
磯
良
と
正
太
郎
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
『
浅

芽
が
宿
』
の
宮
木
と
勝
四
郎
、
『
蛇
性
の
姪
』
の
真
女
児
と
豊
雄
の
関

係
と
を
比
較
し
、
て
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
男
性
が
女
性
に
対
し
て
取

る
態
度
に
よ
っ
て
自
然
と
そ
の
道
は
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
豊
雄
や
勝
四
郎
は
自
ら
の
改
心
に
よ
り
命
を
な
が
ら

え
、
正
太
郎
は
己
れ
の
非
を
悟
る
こ
と
な
く
滅
ん
で
い
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
こ
の
『
土
口
備
津
の
釜
』
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
こ
の
三

篇
を
通
し
て
秋
成
が
描
こ
う
と
し
て
い
た
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
一
言
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、
男
性
の
「
雄
々
し

き
」
に
対
す
る
覚
醒
へ
の
願
い
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
特
に

こ
の
『
土
口
備
津
の
釜
』
で
は
、
冒
頭
に
お
い
て
「
婦
を
制
す
る
は
其

の
夫
の
雄
々
し
き
に
あ
り
」
と
述
べ
そ
の
点
を
強
調
し
て
い
る
。
こ

の
三
一
篇
で
は
完
全
に
「
雄
々
し
き
」
を
取
り
戻
し
た
豊
雄
、
そ
れ
を

取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
勝
四
郎
、
そ
し
て
全
く
取
り
戻
す
こ
と
が
出
来

ず
に
滅
ん
で
い
っ
た
正
太
郎
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
を

示
す
が
ご
と
く
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
秋
成
の
筆
は
そ
れ
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
そ
こ
に
、
磯
良
と
い
う
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
に
目
覚
め
た
一

人
の
女
性
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
持
つ
様
々
な
側
面
を
浮

き
彫
り
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
磯
良
は
貞
淑
で
理
想
的
な
女
性
で

あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
彼
女
が
自
分
自
身
の
存
在
を
確
固
た

る
も
の
と
し
て
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
以
前
の
、
言
わ
ば
仮
の
姿
と

も
と
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
正
太
郎
と
い
う
、
自
分
と
全
く
異

な
る
人
聞
に
出
会
っ
た
こ
と
で
自
己
を
示
す
き
っ
か
け
と
な
り
、
更

に
そ
れ
は
復
讐
と
い
う
、
正
太
郎
も
そ
し
て
自
分
自
身
を
も
滅
ぼ
し

て
し
ま
う
方
法
で
し
か
表
現
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
磯

良
の
、
あ
る
い
は
『
吉
備
津
の
釜
』
の
悲
劇
と
悲
哀
が
存
在
す
る
の

で
あ
る
。

56-



結

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
『
吉
備
津
の
釜
』
を
そ
の
人
物
像
を
中
心

に
述
べ
て
き
た
。
本
篇
で
は
磯
良
と
正
太
郎
を
軸
に
話
が
展
開
さ
れ
、

最
後
は
両
者
共
に
死
を
迎
え
る
こ
と
に
よ
り
、
「
明
け
た
る
と
い
ひ

し
夜
は
い
ま
だ
く
ら
く
」
と
い
う
本
文
の
描
写
の
よ
う
に
暗
い
影
を

残
し
て
物
語
が
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
暗
さ
の
中
で
、
磯
良

と
正
太
郎
を
通
し
て
秋
成
が
描
こ
う
と
し
た
の
は
や
は
り
、
一
人
男

性
の
た
め
に
「
鬼
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
磯
良
の
、
ひ
い
て

は
男
性
を
自
分
の
全
て
と
思
い
込
み
滅
ん
で
い
っ
た
女
性
の
悲
哀
で

あ
り
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
「
雄
々
し
き
」
を
持
ち
え
な
か
っ
た
男

性
へ
の
、
「
雄
々
し
き
」
に
対
す
る
秋
成
の
強
い
願
望
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
。
そ
れ
を
「
怪
談
」
と
い
う
一
つ
の
枠
の
中
に
、
「
御
釜

放
」
の
神
事
を
交
え
な
が
ら
巧
み
に
織
り
込
み
、
更
に
そ
の
枠
を
超

え
て
人
間
の
持
つ
様
々
な
側
面
を
描
き
出
し
た
の
が
『
吉
備
津
の

釜
』
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
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